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【
博
士
学
位
論
文
要
約
】

源
氏
物
語
女
房
論

佐
藤

洋
美

本
論
は
、
平
安
時
代
の
女
房
の
実
態
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
物
語
の
表
現
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、『
源

氏
物
語
』
の
物
語
世
界
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

序
章
お
よ
び
三
部
七
章
か
ら
な
り
、
序
章
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
女
房
研
究
の
歴
史
を
た
ど
り

な
が
ら
、
本
論
の
目
的
及
び
構
成
を
述
べ
て
研
究
史
的
位
置
付
け
を
は
か
っ
た
。
第
一
部
「
Ⅰ

女
房
の

照
ら
し
出
す
も
の
」
（
第
一
章
か
ら
第
三
章
）
で
は
、
女
主
人
の
周
辺
に
見
え
る
女
房
に
関
す
る
描
写
に

着
目
し
、
女
房
の
造
形
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
女
主
人
の
人
物
像
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
存
在
そ
の

も
の
が
物
語
の
展
開
に
関
わ
る
女
房
の
あ
り
方
を
論
じ
た
。
第
二
部
「
Ⅱ

動
く
女
童
」
（
第
四
章
お
よ

び
第
五
章
）
で
は
、
女
房
の
中
で
も
女
童
た
ち
の
姿
に
着
目
し
、
女
童
独
自
の
役
割
を
検
討
し
た
う
え
で
、

女
童
が
存
在
す
る
だ
け
で
な
く
動
き
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
く
る
物
語
世
界
を
明
ら
か
に

し
た
。
第
三
部
「
Ⅲ

女
官
の
位
相
」
（
第
六
章
お
よ
び
第
七
章
）
で
は
、
職
掌
を
持
っ
て
宮
中
に
仕
え

る
女
官
の
中
か
ら
、
東
宮
宣
旨
と
典
侍
を
取
り
上
げ
、
歴
史
的
資
料
を
用
い
て
女
官
の
実
態
を
明
ら
か
に

し
た
う
え
で
、
周
囲
の
人
物
の
立
場
や
関
係
性
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
公
的
な
役
割
を
持
つ
女
官
が
物
語
に

登
場
す
る
こ
と
の
意
義
を
検
討
し
た
。
以
下
、
序
章
お
よ
び
各
章
の
概
要
を
示
す
。

序
章

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
女
房
研
究
の
現
在
と
展
望

戦
前
の
『
源
氏
物
語
』
研
究
に
お
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』
の
成
立
過
程
に
関
す
る
仮
説
が
提
示
さ
れ
、

い
わ
ゆ
る
成
立
論
に
よ
っ
て
物
語
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
。
戦
後
、
そ
れ
ら

の
研
究
が
引
き
継
が
れ
る
中
で
、
物
語
を
「
読
み
聞
か
せ
る
女
房
」
の
存
在
に
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
語
り
」
と
の
関
わ
り
の
中
で
女
房
の
存
在
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
同
時
期
に
は
、

歴
史
社
会
学
的
方
法
に
よ
る
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、
文
学
作
品
の
作
者
た
る
女
性
た
ち
が
置
か
れ
た
社
会

状
況
や
内
面
が
作
品
に
与
え
た
影
響
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
で
、
『
源
氏
物
語
』
の
物
語
世
界
の
成
立
と
当

時
の
社
会
の
実
態
と
が
深
く
関
わ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
そ
う
し
た
中
で
、
貴
族
社
会
に
お
け
る

女
房
の
位
置
付
け
が
な
さ
れ
、
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
女
房
に
つ
い
て
も
、
物
語
の
成
立
・
発
展
に

不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
女
房
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
の
方
面
か
ら
も
研
究
が
進
め
ら
れ
、
『
令
義
解
』
や
『
延
喜

式
』
な
ど
の
歴
史
資
料
を
用
い
た
調
査
に
加
え
、
『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
、
女
房
の
日
記
な
ど
の
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文
学
作
品
を
は
じ
め
と
す
る
幅
広
い
資
料
に
基
づ
い
て
、
令
制
下
に
お
け
る
女
房
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
き
た
。
ま
た
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
紫
式
部
の
本
名
に
関
す
る
論
争
が
起
こ
り
、
宮
仕
え
を
す
る
女

性
が
官
職
を
持
つ
「
女
官
」
と
持
た
な
い
「
女
房
」
と
に
大
別
さ
れ
、
位
階
の
有
無
や
職
掌
に
よ
る
差
異

が
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
。
女
房
の
実
態
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
「
女
官
」
も
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
り
、
官
職
を
持
ち
公
的
な
役
職
に
就
く
女
性
た
ち
に
つ
い
て
は
個
別
に
検
証
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
『
源
氏
物
語
』
研
究
に
お
い
て
は
、
女
房
は
主
要
な
登
場
人
物
と
同
様
に
、
ひ
と
り
の
作
中
人

物
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
作
中
人
物
と
し
て
の
女
房
論
が
展
開
さ
れ
る
中
で
、
と
く
に
区
別
さ
れ
て
論

じ
ら
れ
て
き
た
の
が
い
わ
ゆ
る
「
召
人
」
と
乳
母
・
乳
母
子
で
あ
り
、
他
の
女
房
と
は
異
な
る
独
自
な
立

場
と
役
割
を
持
つ
存
在
と
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
女
房
に
つ
い
て
は
、
主
要
な
登
場
人
物
を
取
り
巻
く
端

役
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
従
来
と
は
異
な
る
位
置
付
け
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
あ
る
い
は
登
場

人
物
に
つ
い
て
の
新
た
な
読
み
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
女
房
の

研
究
は
細
分
化
・
多
様
化
が
進
ん
で
お
り
、
歴
史
資
料
を
用
い
て
平
安
時
代
の
女
房
の
実
態
や
制
度
の
解

明
が
進
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
物
語
に
登
場
す
る
女
房
に
関
す
る
記
述
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
像
が
明
ら

か
に
さ
れ
、
物
語
を
発
展
さ
せ
構
成
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
の
位
置
付
け
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
女
房
に
関
す
る
研
究
は
未
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
。
従
来

の
女
房
研
究
で
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
呼
び
名
を
持
ち
、
女
房
集
団
の
中
心
と
な
る
女
房
た

ち
で
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
は
呼
び
名
を
持
た
な
い
女
房
や
女
童
な
ど
、
わ
ず
か
に
点
描
さ
れ

る
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
数
多
く
の
女
房
の
存
在
が
見
え
る
。
本
論
で
は
、
そ
う
し
た
見
過
ご
さ
れ
て
い
た

女
房
や
女
童
に
関
す
る
記
述
に
も
着
目
し
、
女
房
が
ど
の
よ
う
に
物
語
世
界
を
構
築
し
て
い
く
か
を
考
察

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
物
語
世
界
を
と
ら
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

Ⅰ

女
房
の
照
ら
し
出
す
も
の

第
一
部
で
は
、
ま
ず
密
通
に
関
わ
る
女
房
た
ち
を
取
り
上
げ
、
そ
の
女
房
た
ち
の
存
在
な
く
し
て
物
語

は
展
開
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
密
通
が
実
現
す
る
た
め
に
は
、
女
房
が
外
界
と
主
人
と
を
取
り

次
ぐ
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
が
、
女
房
の
思
惑
と
主
人
の
意
向
と
は
必
ず
し
も
一
致
せ

ず
、
女
房
の
言
動
の
た
め
に
主
人
の
立
場
そ
の
も
の
が
危
う
く
な
る
場
合
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
女
房
が

主
人
の
歌
の
代
作
を
行
う
場
合
に
注
目
し
、
主
人
の
意
向
を
汲
み
取
っ
て
動
く
女
房
の
役
割
が
、
物
語
が

展
開
す
る
う
え
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
る
か
を
検
討
し
た
。
第
一
部
の
考
察
に
よ
っ
て
、
女
房

が
主
人
の
存
在
や
物
語
展
開
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
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第
一
章

女
三
宮
の
十
二
人
の
女
房
―
「
若
菜
下
」
巻
の
密
通
を
よ
び
お
こ
す
も
の
―

第
一
章
で
は
、
「
若
菜
下
」
巻
の
賀
茂
祭
の
御
禊
の
前
日
に
語
ら
れ
る
「
斎
院
に
奉
り
た
ま
ふ
女
房
十

二
人
」
に
着
目
し
、
十
二
人
の
女
房
を
奉
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
女
三
の
宮
の
立
場
を
検
討
し
た
。

柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
が
起
っ
た
と
き
、
女
三
の
宮
方
で
は
、
斎
院
に
奉
る
「
十
二
人
」
の
女
房
を

は
じ
め
、
「
こ
と
に
上
﨟
に
は
あ
ら
ぬ
若
き
人
童
べ
」
や
「
物
見
む
と
思
ひ
ま
う
く
る
」
者
ま
で
も
が
そ

れ
ぞ
れ
御
禊
の
準
備
に
追
わ
れ
て
い
た
と
い
い
、
女
三
の
宮
の
周
辺
が
「
人
し
げ
か
ら
ぬ
を
り
」
に
な
っ

て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
間
隙
を
縫
っ
て
女
三
の
宮
の
乳
母
子
、
小
侍
従
が
柏
木
を
手
引
き
す
る

の
で
あ
る
が
、
「
十
二
人
」
の
上
﨟
女
房
の
不
在
が
密
通
の
機
会
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
女

三
の
宮
と
柏
木
と
の
密
通
に
つ
い
て
検
討
す
る
う
え
で
、
「
斎
院
に
奉
り
た
ま
ふ
女
房
十
二
人
」
の
存
在

に
着
目
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。

女
三
の
宮
の
女
房
に
つ
い
て
は
、
「
鈴
虫
」
巻
の
持
仏
開
眼
供
養
の
際
に
「
御
乳
母
」
や
「
古
人
」
を

は
じ
め
一
部
の
若
い
女
房
な
ど
「
十
余
人
ば
か
り
」
が
共
に
尼
に
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

「
十
余
人
ば
か
り
」
の
乳
母
や
古
く
か
ら
仕
え
る
女
房
が
組
織
の
中
枢
を
担
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
女
三
の
宮
の
乳
母
た
ち
は
、
朱
雀
院
が
女
三
の
宮
の
婿
選
び
に
苦
慮
し
て
い
た
折
に
相
談

を
持
ち
か
け
ら
れ
る
な
ど
信
頼
の
厚
い
女
房
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
そ
の
選
定
に
は
朱
雀
院

の
意
向
も
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
乳
母
た
ち
は
日
頃
か
ら
女
三
の
宮
の
側
近
く
に
仕
え

て
い
た
も
の
の
、
密
通
が
起
っ
た
と
き
に
は
側
に
乳
母
の
姿
が
な
く
、
斎
院
に
奉
ら
れ
た
「
十
二
人
」
の

女
房
の
中
に
は
乳
母
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
斎
院
に
関
す
る
記
述
を
精
査
す
る
と
、
当
該
の
斎
院
と
は
女
三
の
宮
の
姉
妹

に
あ
た
る
朱
雀
院
の
皇
女
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
、
だ
か
ら
こ
そ
、
女
三
の
宮
は
御
禊
に
あ
た
っ
て
上

﨟
女
房
を
派
遣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。「
十
二
人
」
の
女
房
の
担
っ
た
役
割
と
し
て
は
、

出
車
に
乗
っ
て
御
禊
の
行
列
に
参
加
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
支
援
を
女
三
の
宮
が
担
う

こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
女
三
の
宮
が
朱
雀
院
や
今
上
帝
に
よ
っ
て
二
品
に
叙
せ
ら
れ
、
最
も
品
位
を
高
め

ら
れ
た
皇
女
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
女
三
の
宮
は
、
父
や
兄
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

た
格
の
高
さ
に
加
え
、
世
の
人
々
か
ら
も
重
く
扱
わ
れ
る
女
宮
で
あ
り
、
天
皇
家
の
権
威
を
世
に
示
す
役

割
を
果
た
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
社
会
的
な
立
場
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
「
十
二
人
」
の
女
房

を
奉
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
不
在
は
柏
木
に
と
っ
て
こ
の
う
え
な
い

密
通
の
機
会
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
「
斎
院
に
奉
り
た
ま
ふ
女
房
十
二
人
」
と
い
う
叙
述
は
、
こ
の
う

え
な
い
皇
女
と
し
て
厚
遇
さ
れ
る
女
三
の
宮
の
あ
り
方
と
と
も
に
、
そ
の
厚
遇
こ
そ
が
女
三
の
宮
の
周
囲

に
間
隙
を
生
じ
さ
せ
、
密
通
を
呼
び
お
こ
す
と
い
う
物
語
世
界
の
様
相
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
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第
二
章

王
命
婦
論
―
「
賢
木
」
巻
に
お
け
る
「
い
と
ほ
し
が
り
き
こ
ゆ
」
の
対
象
を
起
点
と
し
て
―

第
二
章
で
は
、「
賢
木
」
巻
の
光
源
氏
と
藤
壺
と
の
密
通
の
後
に
、
藤
壺
の
女
房
で
あ
る
王
命
婦
が
「
い

と
ほ
し
が
り
き
こ
ゆ
」
と
い
う
心
情
を
抱
く
こ
と
を
始
発
に
、
王
命
婦
と
藤
壺
と
の
関
係
性
を
検
討
し
た
。

王
命
婦
は
藤
壺
中
宮
に
仕
え
る
女
房
で
あ
っ
た
が
、
光
源
氏
か
ら
の
度
重
な
る
要
求
に
よ
っ
て
両
者
の

密
通
を
手
引
き
し
た
。
光
源
氏
と
藤
壺
中
宮
と
の
密
通
の
後
、
光
源
氏
は
後
朝
の
文
す
ら
送
ら
ず
に
わ
ざ

と
ら
し
く
引
き
籠
も
り
、
藤
壺
も
ま
た
密
通
の
夜
の
こ
と
を
引
き
ず
っ
て
気
分
が
優
れ
な
い
ま
ま
で
い
た
。

そ
の
よ
う
な
両
者
の
間
に
立
た
さ
れ
た
王
命
婦
は
「
い
と
ほ
し
が
り
き
こ
ゆ
」
と
い
う
心
情
を
抱
く
。

命
婦
は
律
令
で
位
階
等
に
つ
い
て
は
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
具
体
的
な
職
掌
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

が
特
有
の
存
在
意
義
を
持
っ
て
伺
候
す
る
女
房
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
女
主
人
の
使
い
と
し
て
男
性
貴

族
と
の
間
を
取
り
持
ち
、
遊
び
の
場
に
も
姿
を
見
せ
る
な
ど
、
外
部
と
の
関
わ
り
を
密
に
持
ち
、
主
家
の

繁
栄
の
一
端
を
担
う
存
在
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
家
の
内
部
に
お
い
て
御
産
や
子
女
の
養
育
な
ど
を
担
う

命
婦
も
お
り
、
女
房
集
団
の
中
核
を
担
う
存
在
と
し
て
主
人
と
親
密
な
関
係
を
築
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
複
数
の
命
婦
の
姿
が
見
え
る
が
、
桐
壺
更
衣
の
死
後
に
桐
壺
帝
の
使
い
を
務

め
る
靫
負
命
婦
の
描
写
か
ら
も
主
人
か
ら
の
信
頼
の
厚
さ
が
う
か
が
え
、
光
源
氏
と
末
摘
花
と
の
間
を
取

り
持
つ
大
輔
命
婦
は
常
陸
宮
家
の
事
情
に
精
通
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
中
で
、
王
命
婦
に
関
す
る
記
述
を
見
る
と
、
藤
壺
中
宮
と
王
命
婦
と
の
繋
が
り
の
深
さ
が
浮

か
び
上
が
る
。
た
と
え
ば
、
「
若
紫
」
巻
で
い
ち
早
く
藤
壺
の
懐
妊
に
気
付
い
た
の
が
王
命
婦
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
が
、
光
源
氏
を
手
引
き
し
た
王
命
婦
は
数
少
な
い
冷
泉
帝
誕
生
の
真
相
を
知
る
存
在
と
な
る
。

さ
ら
に
、
出
家
後
も
藤
壺
の
代
わ
り
に
東
宮
の
女
房
と
し
て
出
仕
を
続
け
、
御
匣
殿
別
当
の
あ
と
に
直
廬

を
賜
っ
て
い
る
。
王
命
婦
は
、
藤
壺
中
宮
と
最
も
親
密
な
関
係
を
築
い
た
女
房
で
あ
り
、
藤
壺
と
秘
事
を

共
有
し
つ
つ
冷
泉
帝
の
後
見
的
な
立
場
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。

藤
壺
は
、
冷
泉
帝
の
即
位
と
御
代
の
安
寧
を
願
い
、
母
と
し
て
中
宮
と
し
て
政
治
的
な
あ
り
方
へ
と
転

換
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
光
源
氏
へ
の
想
い
を
捨
て
き
る
こ
と
は
で
き
ず
、
物
語
は
光
源
氏
に
惹
か
れ

る
藤
壺
の
心
情
を
王
命
婦
の
も
の
と
し
て
語
る
。
王
命
婦
は
中
宮
と
し
て
の
藤
壺
で
は
な
く
、
光
源
氏
に

心
を
寄
せ
る
一
人
の
女
性
と
し
て
の
藤
壺
の
心
情
を
代
弁
す
る
の
で
あ
る
。
王
命
婦
は
常
に
藤
壺
と
不
即

不
離
な
関
係
に
あ
り
、
物
語
に
描
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
藤
壺
の
姿
を
体
現
す
る
存
在

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
三
章

中
納
言
の
君
の
代
作
―
「
常
夏
」
巻
に
お
け
る
近
江
の
君
へ
の
返
歌
を
め
ぐ
っ
て
―

第
三
章
で
は
、
「
常
夏
」
巻
に
お
い
て
、
弘
徽
殿
女
御
と
近
江
の
君
と
い
う
異
母
姉
妹
の
間
で
交
わ
さ

れ
る
歌
の
や
り
取
り
の
場
に
お
い
て
、
女
御
方
が
女
房
に
よ
る
代
作
・
代
筆
と
い
う
手
段
を
選
ん
だ
こ
と

に
着
目
し
た
。
『
源
氏
物
語
』
「
常
夏
」
巻
、
近
江
の
君
が
弘
徽
殿
女
御
に
出
仕
す
る
こ
と
と
な
り
、
女

御
に
文
を
認
め
た
が
、
そ
の
内
容
は
地
名
ば
か
り
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
は
じ
め
、
あ
ま
り
に
滑
稽
な
も
の

で
あ
っ
た
。
文
を
受
け
取
っ
た
弘
徽
殿
女
御
方
は
、
女
御
自
身
が
返
事
を
す
る
の
で
は
な
く
、
女
房
の
中

納
言
の
君
に
返
歌
を
任
せ
た
の
で
あ
る
。
中
納
言
の
君
は
近
江
の
君
か
ら
の
文
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
、
同

じ
よ
う
に
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
詠
み
、
筆
跡
を
女
御
に
似
せ
て
「
御
文
め
き
て
」
書
い
て
送
っ
た
。

近
江
の
君
は
内
大
臣
が
夢
語
り
を
き
っ
か
け
に
探
し
出
し
た
娘
と
し
て
物
語
に
登
場
す
る
が
、
貴
族
の

家
に
お
い
て
異
質
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
ま
た
、
従
来
「
笑
い
」
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
、
鄙
で

育
っ
た
笑
わ
れ
る
女
君
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
、
宮
廷
社
会
や
そ
こ
で
生
き
る
人
々
の
あ
り
方
を
照
ら

し
出
し
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
近
江
の
君
が
送
っ
て
き
た
歌
の
詠
み
ぶ
り
は
、

歌
の
前
後
が
続
か
な
い
支
離
滅
裂
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
呪
的
と
も
い
え
る
力
を
も
含
め
持
つ
も
の
で

あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
歌
に
対
し
て
、
弘
徽
殿
女
御
方
は
女
房
に
よ
る
代
作
・
代
筆

と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
返
歌
す
る
こ
と
を
選
び
取
っ
た
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
歌
の
代
作
と
い
う
行
為
や
代
作
歌
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
は
さ
ま
ざ
ま

論
じ
ら
れ
て
き
た
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
れ
ば
『
源
氏
物
語
』
に
は
一
八
首
の
代
作
歌
が
あ
る

と
さ
れ
る
が
、
女
房
に
よ
る
代
作
歌
は
八
首
あ
り
、
女
性
の
要
請
よ
っ
て
代
作
が
な
さ
れ
た
の
は
七
例
、

そ
の
う
ち
六
例
が
男
女
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
歌
の
贈
答
に
関
係
し
て
い
る
。
近
江
の
君
と
弘
徽
殿
女
御
の

例
だ
け
が
、
女
性
同
士
の
贈
答
で
女
房
が
代
作
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
異
例

な
状
況
で
あ
る
。
一
方
で
、
歌
の
贈
答
を
す
る
相
手
と
の
親
密
さ
を
表
す
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
代
筆
に

あ
た
る
「
宣
旨
書
き
」
で
は
な
く
直
筆
に
よ
る
返
事
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
文
を
代
筆
す
る
こ
と
は
意
図

的
に
距
離
を
取
る
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
代
作
や
代
筆
が
な
さ
れ
た
文
は
、
ど
の
よ
う
に

し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
が
判
然
と
し
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
相
手
と
の
直
接
的
な
接
触
な
く
し
て

主
人
の
意
向
を
伝
え
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
平
安
朝
の
社
会
性
に
適
し
た
方
法
で
あ
っ
た
。

近
江
の
君
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
文
に
対
し
て
中
納
言
の
君
が
代
作
・
代
筆
し
た
の
は
、
弘
徽
殿
女
御
自

身
が
返
歌
を
す
る
こ
と
で
を
こ
な
る
女
君
、
近
江
の
君
の
笑
い
や
呪
力
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
る

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
中
納
言
の
君
は
「
御
文
め
き
て
」
弘
徽
殿
女
御
の
筆
跡
に
似

せ
て
書
き
、
主
人
を
立
て
つ
つ
う
ま
く
状
況
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
近
江
の
君
が
そ
れ
に
気

付
く
こ
と
は
な
く
、
近
江
の
君
の
存
在
に
よ
っ
て
、
女
房
の
役
割
を
も
問
い
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
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Ⅱ

動
く
女
童

第
二
部
で
は
、
第
一
部
で
考
察
し
た
女
房
よ
り
さ
ら
に
個
別
性
が
認
め
が
た
い
女
童
を
対
象
と
し
た
。

主
人
の
意
向
を
巧
み
に
汲
み
取
っ
て
対
処
す
る
女
房
と
は
異
な
り
、
女
童
自
身
が
ど
の
よ
う
な
考
え
に
よ

っ
て
行
動
す
る
か
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
女
童
は
周
囲
の
人
々
に
姿
を
見
ら
れ
る
場
所
に

出
て
行
く
こ
と
が
多
く
、
主
人
の
意
向
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
自
由
に
扱
わ
れ
る
女
房
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

む
し
ろ
そ
の
存
在
に
注
目
す
る
こ
と
で
物
語
展
開
や
状
況
描
写
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

第
四
章

犬
君
の
ゆ
く
え
―
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
女
童
を
め
ぐ
っ
て
―

第
四
章
で
は
、
紫
の
上
に
仕
え
る
女
童
で
あ
る
犬
君
を
取
り
上
げ
、
「
若
紫
」
「
紅
葉
賀
」
巻
の
わ
ず

か
二
箇
所
に
登
場
す
る
だ
け
の
犬
君
の
存
在
と
不
在
か
ら
紫
の
上
の
置
か
れ
た
立
場
を
検
討
し
た
。

犬
君
は
「
若
紫
」
巻
に
お
い
て
紫
の
上
が
伏
籠
の
中
に
入
れ
て
い
た
雀
の
子
を
逃
が
し
、
少
納
言
の
乳

母
か
ら
「
心
な
し
」
「
心
づ
き
な
し
」
と
評
さ
れ
、
「
紅
葉
賀
」
巻
に
お
い
て
は
、
紫
の
上
の
雛
遊
び
の

道
具
を
壊
し
、
光
源
氏
か
ら
「
心
な
き
人
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
紫
の
上
の
行
動
を
阻
害
し
、
批
判
さ

れ
る
者
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
箇
所
に
点
描
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
犬
君
に
つ
い
て
は
、
同

一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
行
動
に
一
貫
性
が
あ
る
こ
と
や
周
囲
の
人
々
か
ら

同
じ
よ
う
に
「
心
な
し
」
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
両
場
面
の
犬
君
は
同
一
人
物
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
紫
の
上
と
は
極
め
て
親
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
紫
の
上
の
無
邪
気

な
ふ
る
ま
い
を
と
ど
め
る
か
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
こ
と
の
意
義
は
改
め
て
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
平
安
朝
の
文
学
作
品
に
は
、
数
多
く
の
女
童
の
姿
が
描
か
れ
、
そ
の

年
齢
や
出
身
階
級
、
職
掌
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
中
で
も
、
女
童
は
明
ら
か
に
大
人

の
女
房
と
は
区
別
さ
れ
、
特
異
な
性
質
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
特
に
大
き
な
違
い
と
し

て
は
、
ま
ず
、
女
童
は
人
目
に
付
く
と
こ
ろ
に
出
て
行
く
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
視
覚

の
対
象
と
な
る
女
童
の
装
束
を
華
麗
に
整
え
、
人
選
に
も
気
を
配
る
こ
と
で
、
主
人
た
る
女
君
の
権
力
・

経
済
力
や
趣
味
・
教
養
と
い
っ
た
す
べ
て
を
象
徴
し
、
主
家
の
権
勢
の
強
さ
を
示
す
あ
り
方
が
見
え
る
。

ま
た
、
女
童
は
主
人
の
意
向
に
よ
っ
て
出
仕
先
を
移
動
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
人
の
女
房
と
は

異
な
る
流
動
性
の
高
さ
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
、
女
童
が
人
で
は
な
く
家
に
仕
え
る
存
在
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
お
り
、
家
に
帰
属
す
る
性
質
を
持
つ
と
い
え
る
。
中
に
は
乳
母
や
女
房
の
娘
、
姉
妹
な
ど
大

人
の
女
房
と
の
繋
が
り
を
持
ち
、
家
に
代
々
仕
え
る
女
房
の
系
譜
に
連
な
る
女
童
の
存
在
も
見
え
、
犬
君

の
出
自
に
も
同
様
の
系
譜
が
想
定
さ
れ
る
。

紫
の
上
が
北
山
で
養
育
さ
れ
て
い
た
頃
に
は
、
紫
の
上
の
周
囲
に
は
「
遊
び
が
た
き
」
と
な
る
「
き
よ
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げ
な
る
童
な
ど
」
が
見
え
、
犬
君
も
そ
の
中
の
一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
犬
君
は
「
遊
び
が
た
き
」

と
し
て
紫
の
上
が
大
切
に
し
て
い
た
雀
の
子
を
逃
が
し
、
雛
遊
び
の
道
具
を
壊
す
な
ど
の
行
動
を
取
る
が
、

そ
れ
は
紫
の
上
の
成
長
を
促
す
者
、
北
山
の
尼
君
や
少
納
言
の
乳
母
の
意
向
を
体
現
す
る
も
の
と
も
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
犬
君
は
、
代
々
按
察
大
納
言
家
に
仕
え
て
き
た
女
房
の
系
譜
に
あ
る
者
で
、

た
ん
な
る
乳
母
子
や
女
童
に
と
ど
ま
ら
な
い
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
犬
君
は
、
紫
の

上
が
光
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
て
二
条
院
に
入
っ
た
後
に
は
姿
を
見
せ
な
い
。
二
条
院
に
お
い
て
は
、
紫
の

上
と
女
童
は
「
遊
び
が
た
き
」
な
ど
で
は
な
く
、
明
確
な
主
従
関
係
を
持
つ
。
犬
君
の
姿
が
見
え
な
く
な

る
こ
と
は
、
紫
の
上
が
光
源
氏
の
庇
護
の
も
と
に
入
っ
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
按
察
大
納
言
家
の
守

護
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
据
え
直
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

第
五
章

「
今
参
り
」
考
―
匂
宮
と
浮
舟
と
の
邂
逅
を
め
ぐ
っ
て
―

第
五
章
で
は
、「
東
屋
」
巻
の
匂
宮
と
浮
舟
の
邂
逅
場
面
に
お
い
て
、
二
条
院
で
匂
宮
が
目
に
し
た
「
例

な
ら
ぬ
童
」
が
邂
逅
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
に
加
え
、
当
該
場
面
で
浮
舟
に
対
し
て
「
今
参
り
」
と
い
う

語
が
三
度
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
。

『
源
氏
物
語
』
「
東
屋
」
巻
、
匂
宮
が
二
条
院
に
帰
邸
し
た
と
き
、
中
の
君
は
あ
い
に
く
洗
髪
中
で
あ

り
、
暇
を
持
て
余
し
た
匂
宮
が
邸
の
中
を
歩
き
回
る
中
で
、
浮
舟
と
邂
逅
す
る
こ
と
と
な
る
。
匂
宮
は
、

「
例
な
ら
ぬ
童
」
の
存
在
に
目
を
止
め
、
「
今
参
り
た
る
か
」
な
ど
と
思
っ
て
中
を
覗
く
と
女
性
の
袖
口

が
見
え
、
「
今
参
り
の
口
惜
し
か
ら
ぬ
な
め
り
」
と
思
っ
て
中
に
入
り
、
浮
舟
を
見
出
す
。
こ
の
と
き
、

浮
舟
は
、
将
来
を
案
じ
た
母
中
将
の
君
の
依
頼
で
中
の
君
の
も
と
に
託
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
匂
宮

が
そ
れ
を
知
る
由
も
な
く
、
騒
ぎ
に
気
付
い
た
女
房
の
右
近
が
浮
舟
を
敬
う
態
度
を
取
る
こ
と
か
ら
、「
い

と
お
し
な
べ
て
の
今
参
り
に
は
あ
ら
ざ
め
り
」
と
考
え
て
興
味
を
示
す
の
で
あ
っ
た
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
今
参
り
」
と
い
う
語
は
、
近
江
の
君
が
召
し
使
う
樋
洗
童
以
外
は
全
て
浮

舟
の
周
辺
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
今
参
り
」
に
囲
ま
れ
る
浮
舟
の
特
性
が
見
え
る
。
中
将
の
君
は
「
今

参
り
」
の
者
た
ち
に
一
貫
し
て
警
戒
心
を
抱
い
て
い
る
が
、
他
の
文
学
作
品
に
お
い
て
も
「
今
参
り
」
の

者
た
ち
は
好
奇
心
を
含
ん
だ
目
線
を
向
け
ら
れ
、
特
に
女
房
集
団
に
お
い
て
は
「
今
参
り
」
の
者
を
排
除

し
か
ね
な
い
厳
し
さ
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
内
な
る
部
外
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
今
参
り
」
と
形
容
さ
れ
る
の
は
女
房
や
女
童
で
あ
り
、
主
人
の
も
と
に
参
入
し
、
召
し
使
わ
れ

る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
。
『
源
氏
物
語
』
や
『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
は
、
女
君
の
転
居
や
婚
姻

の
際
に
「
今
参
り
」
の
女
房
が
新
た
に
集
め
ら
れ
る
例
が
多
く
見
え
、
人
選
は
姫
君
の
近
親
者
や
縁
者
が

行
わ
れ
、
そ
の
選
定
に
は
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
中
の
君
の
も
と
に
は
「
去
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年
の
冬
、
人
の
参
ら
せ
た
る
童
」
が
仕
え
て
い
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
新
た
な
女
房
や
女
童
の
参
入
は
日

常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
浮
舟
は
中
将
の
君
に
よ
っ
て
中
の
君
の
も
と
に
託
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
女
房
で
は
な
い
。

匂
宮
と
浮
舟
と
の
邂
逅
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
「
例
な
ら
ぬ
童
」
を
見
か
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
「
例
な
ら
ぬ
童
」
は
二
条
院
に
入
っ
て
か
ら
中
の
君
に
よ
っ
て
浮
舟
に
与
え
ら
れ
た
女
童
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
女
童
は
浮
舟
が
宇
治
に
移
っ
た
後
も
仕
え
続
け
、
再
び
匂
宮
が
浮
舟
を
見
出
す
場
面
で
登

場
す
る
。
匂
宮
は
宇
治
の
邸
で
「
童
の
を
か
し
げ
な
る
」
者
の
姿
を
目
に
し
、
「
こ
れ
が
顔
、
ま
づ
か
の

灯
影
に
見
た
ま
ひ
し
そ
れ
な
り
」
と
か
つ
て
二
条
院
で
目
に
し
た
「
例
な
ら
ぬ
童
」
と
同
じ
女
童
が
仕
え

て
い
た
こ
と
か
ら
、
邸
の
中
の
女
君
が
浮
舟
だ
と
気
付
く
の
で
あ
る
。
匂
宮
と
浮
舟
と
の
邂
逅
場
面
に
お

い
て
二
度
も
同
じ
新
参
の
女
童
が
そ
の
契
機
と
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
浮
舟
自
身
ま
で
も
が
「
今
参
り
」

の
女
房
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
両
者
の
物
語
が
始
ま
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

の
ち
に
匂
宮
は
、
女
房
の
侍
従
が
付
け
て
い
た
裳
を
と
っ
て
浮
舟
に
付
け
さ
せ
、
手
水
の
世
話
を
さ
せ

て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
浮
舟
を
女
房
と
見
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
一
貫
し
て
匂
宮
に
と
っ
て

浮
舟
は
女
房
階
級
の
女
君
で
し
か
な
い
の
で
あ
っ
た
。
「
東
屋
」
巻
の
邂
逅
場
面
に
お
い
て
、
匂
宮
が
浮

舟
を
「
今
参
り
」
と
認
識
し
た
と
き
か
ら
、
両
者
の
物
語
が
男
女
の
物
語
に
は
発
展
し
得
な
い
こ
と
が
す

で
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

Ⅲ

女
官
の
位
相

第
三
部
で
は
、
平
安
時
代
の
女
房
の
実
態
の
影
響
を
強
く
受
け
る
女
官
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
ま
ず

は
実
在
し
た
女
房
に
関
す
る
歴
史
的
資
料
や
記
録
を
調
査
・
整
理
し
た
う
え
で
物
語
の
記
述
と
比
較
す
る

こ
と
で
、
物
語
に
登
場
す
る
人
物
と
歴
史
上
の
女
官
と
の
間
に
は
差
異
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
う

し
た
視
点
は
、
他
の
作
中
人
物
と
比
較
す
る
場
合
で
も
有
益
な
も
の
で
あ
り
、
『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ

る
女
房
の
背
景
に
あ
る
平
安
時
代
の
女
房
の
実
体
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
物
語
独
自
の
女
房
の
あ
り
方

が
照
ら
し
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

第
六
章

「
春
宮
の
宣
旨
な
る
典
侍
」
論
―
「
若
菜
上
」
巻
の
御
湯
殿
の
儀
を
め
ぐ
っ
て
―

第
六
章
で
は
、
「
若
菜
上
」
巻
に
お
い
て
東
宮
と
明
石
女
御
と
の
間
に
誕
生
し
た
御
子
の
御
湯
殿
の
儀

に
「
春
宮
の
宣
旨
な
る
典
侍
」
が
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
。

『
源
氏
物
語
』
「
若
菜
上
」
巻
、
「
三
月
の
十
余
日
ほ
ど
」
に
明
石
女
御
や
若
宮
を
出
産
し
、
明
石
の

女
御
の
母
、
明
石
の
君
の
居
所
で
あ
る
六
条
院
の
西
北
の
町
に
お
い
て
、
御
湯
殿
の
儀
が
催
さ
れ
る
。
紫
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の
上
は
「
白
き
御
装
束
」
を
身
に
纏
っ
て
「
人
の
親
め
き
て
」
若
宮
を
し
っ
か
り
と
抱
き
、
「
ま
こ
と
の

祖
母
」
で
あ
る
明
石
の
君
は
「
御
湯
殿
の
あ
つ
か
ひ
」
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
儀
式
に

は
「
春
宮
の
宣
旨
な
る
典
侍
」
が
参
上
し
て
お
り
、
こ
の
典
侍
は
「
内
々
の
こ
と
も
ほ
の
知
り
た
る
」
人

物
で
あ
る
と
い
う
。
当
該
の
儀
式
に
お
い
て
は
、
「
春
宮
の
宣
旨
な
る
典
侍
」
が
湯
殿
役
、
明
石
の
君
が

迎
湯
役
を
務
め
て
お
り
、
両
者
が
儀
式
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
当
該
場
面
の
御
湯
殿
の
儀

に
関
し
て
は
、
明
石
の
一
族
の
血
筋
と
御
子
と
の
関
わ
り
や
生
誕
儀
礼
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
が
な
さ
れ

て
き
た
が
、
東
宮
の
御
子
誕
生
に
際
し
た
御
湯
殿
の
儀
に
お
い
て
「
春
宮
の
宣
旨
な
る
典
侍
」
と
い
う
女

房
の
存
在
が
語
ら
れ
る
こ
と
の
意
義
は
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
。

史
上
の
御
湯
殿
の
儀
に
奉
仕
し
た
湯
殿
役
や
迎
湯
役
に
つ
い
て
、
成
明
親
王
（
村
上
天
皇
）
、
憲
平
親

王
（
冷
泉
天
皇
）
、
敦
成
親
王
（
後
一
条
天
皇
）
、
敦
良
親
王
（
後
朱
雀
天
皇
）
の
御
湯
殿
の
儀
の
記
述

を
確
認
す
る
と
、
成
明
親
王
の
場
合
に
は
湯
殿
役
が
宮
中
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
敦
成
親
王
や

敦
良
親
王
の
場
合
に
は
湯
殿
役
と
迎
湯
役
が
共
に
彰
子
の
女
房
で
あ
り
、
道
長
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
父
方
の
意
向
に
よ
っ
て
女
房
が
派
遣
さ
れ
た
例
や
、
幾
度
も
御
湯
殿
の
儀
に
奉
仕
し
、

経
験
や
力
量
が
評
価
さ
れ
た
女
房
の
姿
も
見
え
る
。
一
方
で
、
典
侍
が
湯
殿
役
や
迎
湯
役
を
務
め
る
例
は

あ
る
も
の
の
、
「
若
菜
上
」
巻
の
当
該
場
面
に
見
え
る
よ
う
な
東
宮
宣
旨
が
奉
仕
し
た
例
は
な
い
。

た
だ
し
、
「
春
宮
の
宣
旨
な
る
典
侍
」
は
現
実
的
な
人
物
設
定
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
東
宮
宣
旨
は
安

殿
親
王
（
平
城
天
皇
）
の
東
宮
宣
旨
を
務
め
た
藤
原
薬
子
を
初
見
と
し
、
東
宮
女
房
の
最
上
位
に
あ
る
女

官
で
あ
っ
た
。
敦
仁
親
王
（
醍
醐
天
皇
）
か
ら
尊
仁
親
王
（
後
三
条
天
皇
）
に
仕
え
た
九
人
の
東
宮
宣
旨

の
資
料
か
ら
は
宣
旨
と
乳
母
・
乳
付
や
典
侍
と
の
関
わ
り
の
深
さ
が
見
え
、
宣
旨
を
務
め
た
後
に
典
侍
と

い
っ
た
高
位
に
至
る
宣
旨
や
、
典
侍
と
東
宮
宣
旨
を
兼
任
し
た
可
能
性
の
あ
る
宣
旨
の
記
述
も
確
認
さ
れ

る
。
東
宮
宣
旨
は
東
宮
女
房
の
最
上
位
に
あ
り
、
御
子
と
の
繋
が
り
が
強
く
重
用
さ
れ
た
女
房
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
「
春
宮
の
宣
旨
な
る
典
侍
」
が
御
湯
殿
の
儀
に
奉
仕
し
た
こ
と
は
、
御
子
が
明
石
の
一
族

の
血
脈
に
連
な
る
人
物
で
あ
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
。
明
石
の
一
族
に
と
っ
て
、
明
石
の
女
御
が
「
后

が
ね
」
と
な
る
こ
と
や
そ
の
御
子
が
帝
と
な
る
こ
と
は
悲
願
で
あ
っ
た
が
、
周
囲
の
人
々
か
ら
は
、
御
子

が
受
領
階
級
出
身
の
一
族
の
血
筋
を
持
つ
こ
と
は
瑕
と
な
る
べ
き
事
柄
と
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

御
子
を
明
石
一
族
で
は
な
く
東
宮
の
後
継
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
正
統
性
を
対
外
的
に
示
す
必
要
が
あ

っ
た
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
典
侍
を
兼
ね
た
東
宮
女
房
と
い
う
、
東
宮
女
房
の
中
で
も
最
上
位
に
あ
る

「
春
宮
の
宣
旨
な
る
典
侍
」
で
あ
っ
た
。
「
春
宮
の
宣
旨
な
る
典
侍
」
は
、
御
子
が
将
来
東
宮
と
な
り
帝

と
な
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
の
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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第
七
章

藤
典
侍
論
―
「
夕
霧
」
巻
に
お
け
る
雲
居
雁
と
の
贈
答
を
め
ぐ
っ
て
―

第
七
章
で
は
、
「
夕
霧
」
巻
の
藤
典
侍
と
雲
居
雁
と
の
歌
の
贈
答
場
面
を
取
り
上
げ
、
藤
典
侍
の
持
つ

「
典
侍
」
と
い
う
職
掌
に
着
目
し
た
。

『
源
氏
物
語
』
「
夕
霧
」
巻
に
お
い
て
、
正
妻
で
あ
る
雲
居
雁
は
夕
霧
が
落
葉
の
宮
に
心
を
奪
わ
れ
て

関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
嫉
妬
し
、
方
違
え
と
い
う
口
実
の
も
と
里
帰
り
を
し
て
し
ま
う
。
そ

の
よ
う
な
と
き
、
惟
光
の
娘
で
夕
霧
と
関
係
を
持
つ
藤
典
侍
が
雲
居
雁
に
歌
を
送
る
の
で
あ
る
。
藤
典
侍

は
雲
居
雁
の
心
痛
を
思
い
「
数
な
ら
ば
身
に
知
ら
れ
ま
し
世
の
う
さ
を
人
の
た
め
に
も
濡
ら
す
袖
か
な
」

と
い
う
歌
を
送
り
、
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
雲
居
雁
は
「
な
ま
け
や
け
し
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
藤
典
侍
も

平
静
で
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
と
考
え
、
「
人
の
世
の
う
き
を
あ
は
れ
と
見
し
か
ど
も
身
に
か
へ
ん
と

は
思
は
ざ
り
し
を
」
と
返
歌
を
す
る
。
藤
典
侍
の
歌
は
雲
居
雁
へ
の
心
か
ら
の
同
情
を
詠
ん
だ
も
の
と
も
、

雲
居
雁
と
肩
を
並
べ
て
夕
霧
の
夫
人
の
座
を
争
お
う
と
す
る
意
識
が
見
え
る
も
の
と
も
さ
れ
る
。
一
方
で
、

雲
居
雁
が
「
な
ま
け
や
け
し
」
と
い
う
感
情
を
抱
く
こ
と
は
、
藤
典
侍
の
同
情
を
素
直
に
受
入
れ
き
れ
な

い
心
情
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
歌
の
贈
答
か
ら
両
者
の
関
係
性
を
見
る
と
き
、
注
目
し
た
い
の
は
藤

典
侍
が
「
典
侍
」
と
い
う
公
的
な
役
職
を
持
つ
女
官
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

藤
典
侍
が
夕
霧
に
見
初
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、
父
の
惟
光
は
夕
霧
が
娘
の
こ
と
を
一
人
前
に

扱
っ
て
く
れ
る
の
な
ら
ば
、
宮
仕
え
に
出
す
よ
り
も
夕
霧
に
奉
り
た
い
と
語
り
、
「
明
石
の
入
道
の
例
に

や
な
ら
ま
し
」
と
い
う
。
惟
光
は
受
領
の
娘
で
あ
り
な
が
ら
も
光
源
氏
に
愛
さ
れ
た
明
石
の
君
に
自
分
の

娘
を
重
ね
て
い
る
。
後
に
娘
の
明
石
の
姫
君
が
紫
の
上
、
藤
典
侍
の
娘
で
あ
る
六
の
君
が
落
葉
の
宮
の
養

女
と
し
て
育
て
ら
れ
た
こ
と
や
、
女
三
の
宮
や
落
葉
の
宮
と
い
っ
た
皇
女
の
存
在
に
よ
っ
て
正
妻
の
立
場

が
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
明
石
の
君
の
物
語
と
藤
典
侍
の
物
語
は
対
に
な
る
も
の
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
藤
典
侍
は
明
石
の
君
と
は
違
い
あ
く
ま
で
も
女
房
で
あ
っ
た
。

典
侍
は
尚
侍
に
次
ぐ
地
位
に
あ
る
女
官
で
あ
っ
た
が
、
尚
侍
が
天
皇
の
后
妃
の
前
段
階
と
し
て
任
じ
ら

れ
る
職
と
な
っ
た
こ
と
で
、
実
質
的
に
は
最
上
位
の
女
官
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
貴
族
の
娘
が
望
む
理

想
的
な
出
仕
の
あ
り
方
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
藤
典
侍
は
高
位

の
女
官
と
し
て
社
会
的
に
安
定
し
た
立
場
に
あ
る
女
性
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
安
定
性
は
夕
霧

の
愛
情
に
頼
る
し
か
な
い
雲
居
雁
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
藤
典
侍
の
存
在
に
よ
っ
て
雲
居
雁
が

置
か
れ
た
不
安
定
な
立
場
が
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。


